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に
対
し
て
シ
ー
ア
派
の
住
民
と
ク
ル
ド
人
が

蜂
起
し
、
内
戦
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
シ
ー
ア
派
の
住
民
や
ク
ル
ド
人
は
ど

こ
か
ら
の
支
援
も
得
ら
れ
ず
、
フ
セ
イ
ン
政

権
に
鎮
圧
さ
れ
、
隣
国
ト
ル
コ
へ
逃
れ
よ
う

と
し
た
ん
で
す
。
あ
れ
は
冬
の
こ
と
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
自
国
内
で
ク
ル
ド
人
問
題
を
抱

え
て
い
た
ト
ル
コ
は
、「
イ
ラ
ク
難
民
を
受

け
入
れ
る
な
ん
て
大
変
だ
」
と
い
う
こ
と
で

国
境
を
封
鎖
し
て
し
ま
い
、
結
局
、
彼
ら
の

多
く
は
国
外
に
逃
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
ん
で
す
ね
。

　
こ
の
と
き
ま
で「
難
民
」と
い
う
の
は
、〝
よ

そ
の
国
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
〞
の
こ
と
を
指

し
て
い
た
の
で
、
国
籍
が
「
イ
ラ
ク
」
の
ク

ル
ド
系
住
民
は
、
難
民
の
定
義
に
当
て
は
ま

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
実
際
は
、

国
内
の
山
岳
地
帯
に
追
い
や
ら
れ
て
悲
惨
な

目
に
遭
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
緒
方
さ
ん

が
、「
避
難
民
だ
っ
て
〝
難
民
〞
と
し
て
扱

う
べ
き
だ
」
と
訴
え
、Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ（
国
連
難

民
高
等
弁
務
官
事
務
所
）
は
彼
ら
を
保
護
・

支
援
し
、
安
全
に
帰
還
で
き
る
よ
う
に
注
力

し
ま
し
た
。
こ
の
人
た
ち
が
後
に
「
国
内
避

難
民
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
民
族
や
宗
教
の
違
い
で
対
立
が
起
き
る
と

よ
く
い
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
も
事
実
で
す

が
、
実
際
に
対
立
が
起
き
る
ま
で
は
、
結
構

　
ざ
っ
く
り
言
う
と
、「
難
民
」
と
い
う
の
は

「
そ
の
国
に
い
る
と
い
じ
め
ら
れ
る
か
ら

『
難
』
を
逃
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
住
む
場
所
も
食
べ
る
も
の
も
失

い
、新
た
な
『
難
』
に
直
面
し
て
い
る
『
民
』」

の
こ
と
。
い
さ
さ
か
強
引
で
す
が
、
だ
か
ら

「
難
民
」
と
い
う
ん
だ
よ
と
、
以
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
「
週
刊
こ
ど
も
ニ
ュ
ー
ス
」
で
解
説
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
１
９
５
１
年
の
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る

条
約
」（
難
民
条
約
）
で
は
、「
人
種
、
宗
教
、

国
籍
も
し
く
は
特
定
の
社
会
的
集
団
の
構
成

員
で
あ
る
こ
と
ま
た
は
政
治
的
意
見
を
理
由

に
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
十

分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
、

国
籍
国
の
外
に
い
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
国

籍
国
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
者
ま
た
は
そ

の
よ
う
な
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
国
籍

国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
者
」

と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
〝
国
を
追
わ
れ
た
人
〞
が
「
難
民
」

と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
「
難
民
」
の
定
義
を
広
げ
、
よ
り
多

く
の
人
々
を
支
援
し
よ
う
と
し
た
の
が
、Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
の
現
理
事
長
で
、
当
時
は
国
連
難
民

高
等
弁
務
官
だ
っ
た
緒
方
貞
子
さ
ん
で
し

た
。
ち
ょ
う
ど
91
年
の
湾
岸
戦
争
の
真
っ
た

だ
中
で
、
イ
ラ
ク
国
内
で
は
フ
セ
イ
ン
政
権

難
民
っ
て
ど
ん
な
人
？

な
ぜ
発
生
す
る
の
？

難民問題って？
池上彰さんに聞く

ある日突然、紛争や暴力に巻き込まれ、平和だった暮らしが一変。
“難”を逃れるため、住み慣れた家、土地、国を追われる“民”―。
世界には、こうした厳しい境遇に置かれる難民たちが数多く存在する。

「遠い国の出来事」と、思われがちだが、
実は日本社会にも、1万人に上る元難民が生活しているのが現状だ。

 
今年2011年は、「難民の地位に関する条約」（難民条約）の採択から60年、

日本がこの条約に加盟して30年―。
JICAは国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）などと連携しながら難民支援を続けている。

いま一度、私たちにも身近な「難民問題」について考えてみよう。
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Profile 
1950年長野県出身。大学卒業後、NHKに記者として入
局。松江放送局、広島放送局、東京の報道局を経て、
2005年フリーのジャーナリストに転身。「そうだったのか！
池上彰の学べるニュース」（テレビ朝日）など、出演する数
多くのテレビ番組が分かりやすいニュース解説で定評。
『世界を救う7人の日本人』（日経BP社）など著書多数。

photo by Shinichi Kuno

多数の紛争国・地域などを取材してきた
ジャーナリスト・池上彰さんが
世界の難民問題について解説します。

特集  日本の難民支援

知ってほしい、
私たちのこと。

内戦が終結した2004年、トラックで避難先のリベリアから故郷
に帰還するシエラレオネ難民。腕には、難民登録の証しである
ピンクの腕輪が付けられている ©UNHCR/E Kanelstein

スーダンの助産師を育成するJICAの支援現場を取材。助産キットの中身について聞く池上さん
©日経ビジネスオンラインスペシャル

　
　
　
　
　
　



み
ん
な
平
和
裏
に
暮
ら
し
て
い
る
ん
で
す
。

　
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
も
そ
う
で
し
た
。
結

局
、
最
後
は
内
戦
状
態
に
な
り
、
セ
ル
ビ
ア
、

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ク
ロ
ア
チ
ア

な
ど
７
つ
の
国
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
直
前
ま
で
は
、
そ
れ
こ
そ
セ

ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
結
婚
し
て
、

温
か
い
家
庭
を
築
い
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ

こ
に
生
ま
れ
た
子
が
「
な
に
人
？
」
と
い
わ

れ
れ
ば
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
と
い
う
国
で
生

ま
れ
た
か
ら
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
」
と
な

っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん

内
戦
が
始
ま
り
、
た
ま
た
ま
対
立
の
構
図
が

民
族
や
宗
教
だ
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
違
い

に
よ
っ
て
人
々
が
引
き
裂
か
れ
、
難
民
が
発

生
す
る
。
で
も
争
い
の
き
っ
か
け
は
、
決
し

て
民
族
や
宗
教
が
違
っ
た
か
ら
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
に
は
必
ず
政
治
的
な
対
立
や
、

あ
る
い
は
対
立
を
あ
え
て
拡
大
し
て
自
分
た

ち
の
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
人
た
ち
が
い
る

の
で
す
。

　
二
つ
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、

同
じ
地
球
上
に
暮
ら
す
人
間
と
し
て
の
義
務
。

そ
こ
に
困
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
何
と
か
し

な
き
ゃ
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
よ

ね
。
も
う
一
つ
は
、
難
民
が
発
生
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、〝
新
た
な
紛
争
〞
が
起
き
て
し
ま

う
こ
と
で
す
。

　
例
え
ば
ス
ー
ダ
ン
の
ダ
ル
フ
ー
ル
地
方
。

内
戦
が
続
い
て
、
隣
国
チ
ャ
ド
に
大
勢
の
難

民
が
逃
れ
て
い
き
ま
し
た
よ
ね
。
そ
う
す
る

と
当
然
、Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
キ
ャ
ン
プ
を
作
り
、

飲
み
水
が
足
り
な
い
か
ら
井
戸
を
掘
る
わ
け

で
す
。
結
果
的
に
、
ダ
ル
フ
ー
ル
か
ら
逃
げ

て
き
た
難
民
た
ち
は
き
れ
い
な
水
を
飲
め
る

よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
井
戸
が
な

く
遠
く
ま
で
水
を
く
み
に
い
っ
て
い
た
チ
ャ

ド
の
人
た
ち
か
ら
は
反
発
が
起
こ
り
、
今
度

は
チ
ャ
ド
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
の
で
す
。

新
た
な
紛
争
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
世

界
平
和
に
と
っ
て
決
し
て
い
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
ま
し
て
こ
れ
が
ア
ジ
ア
で
起
き
る
と
、
好

む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に

難
民
が
逃
げ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で

す
。
80
年
代
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
が
一
番
い

い
例
で
す
。
祖
国
を
追
わ
れ
、
船
に
乗
っ
た

大
勢
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
が
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ

ル
と
し
て
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
そ
の
と
き
の
日
本
は
、
本
当
に
難
民
問
題

に
対
す
る
意
識
が
低
く
、
日
本
に
来
た
難
民

は
ア
メ
リ
カ
に
送
り
届
け
ま
し
ょ
う
と
い
う

発
想
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
す

か
ら
国
際
社
会
か
ら
非
難
さ
れ
た
わ
け
で

す
。
世
界
の
国
々
は
難
民
を
受
け
入
れ
て
い

る
の
に
、
ほ
か
の
国
に
あ
っ
せ
ん
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
の
は
無
責
任
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ

う
い
う
批
判
を
浴
び
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日

本
で
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
受
け
入
れ
が
始
ま

り
、
そ
の
後
ミ
ャ
ン
マ
ー
難
民
や
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
難
民
を
ど
う
す
る
の
か
が
本
腰
を
入

れ
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
要

す
る
に
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
問
題
で
、
よ
そ

者
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
日
本
と

い
う
国
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
ん
だ
、
と
い

う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
平
和
が
訪
れ
て
そ
の
人

た
ち
が
豊
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
が
マ

ー
ケ
ッ
ト
に
な
る
ん
で
す
よ
。
今
の
ア
フ
リ

カ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
日
本
が
ア
フ
リ
カ
に

援
助
す
る
と
、「
な
ぜ
あ
ん
な
遠
い
国
に
援

助
す
る
の
？
」
と
い
う
声
が
必
ず
出
て
き
ま

す
が
、
ア
フ
リ
カ
で
内
戦
が
終
わ
り
、
平
和

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
の
人
た

ち
が
モ
ノ
を
買
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
に
と
て
つ
も
な
い
新
た
な
マ
ー
ケ
ッ
ト

が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
長

い
目
で
見
れ
ば
、
結
局
日
本
の
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
も
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
日
本
は
戦
後
、
ず
っ
と
ア
ジ
ア
に
Ｏ
Ｄ
Ａ

日
本
に

何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
？

Feburary 2011                         0607                         February 2011

（
政
府
開
発
援
助
）
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
い
ろ
い
ろ
な
イ
ン
フ
ラ
が
で
き
、

今
、
ア
ジ
ア
の
国
々
は
豊
か
に
な
り
、
日
本

の
モ
ノ
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
く
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
経
済
が
何
と
か
な

っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
す
ご
い
不
況
だ
と
か

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
深
刻
な

こ
と
に
な
ら
ず
に
済
ん
で
い
る
の
は
、
過
去

の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
い
え
る
ん
で

す
ね
。

　「
難
民
が
発
生
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
そ

の
国
が
平
和
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
こ
と
。
逆

に
言
う
と
、
そ
の
国
を
平
和
に
す
れ
ば
新
た

な
難
民
は
発
生
し
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
、〝
国
を
平
和
に
し
て
い
く
〞
こ

と
が
と
て
も
大
事
な
の
で
す
。

　
平
和
に
す
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
で

し
ょ
う
。
貧
し
さ
が
原
因
で
争
い
が
発
生
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
貧
し
さ
を
何
と
か
し
、

そ
の
国
が
独
り
立
ち
で
き
る
よ
う
な
お
手
伝

い
を
す
る
。
ま
た
、「
失
っ
た
ら
困
る
も
の

を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
て
あ
げ
る
こ
と
」
も
重

要
で
す
。
遠
回
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何

も
失
う
も
の
が
な
い
人
ほ
ど
怖
い
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
愛
す
る
わ
が
子
を
失
っ
て
し
ま

っ
た
、
家
を
失
っ
た
…
。
も
う
何
も
残
っ
て

い
な
い
人
は
、
自
爆
テ
ロ
に
で
も
何
に
で
も

走
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

土
地
が
あ
り
、
財
産
が
あ
り
、
愛
す
る
家
族

が
い
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
り
に
く

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
援
助
の
一
つ
の
方
法

だ
と
思
う
の
で
す
。

　
そ
し
て
、「
継
ぎ
目
が
な
い
」
と
い
う
意

味
の
「
シ
ー
ム
レ
ス
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
よ
ね
。
難
民
で
い
え

ば
、
発
生
し
た
難
民
を

助
け
る
の
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ

Ｒ
や
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｗ
Ａ（
国

連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救

済
事
業
機
関
）。
あ
る

い
は
、
そ
こ
に
子
ど
も

た
ち
が
い
た
ら
Ｕ
Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｅ
Ｆ（
国
連
児
童
基
金
）。
ま
た
、
難
民
が

帰
還
し
た
り
す
る
と
き
も
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
担

当
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
人
た
ち
が
そ

の
ま
ま
定
住
し
た
ら
ど
こ
が
助
け
る
の
で
し

ょ
う
。
ダ
ル
フ
ー
ル
難
民
と
チ
ャ
ド
の
人
々

の
対
立
を
見
て
い
た
緒
方
さ
ん
も
、「
難
民

を
助
け
る
だ
け
じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
だ
。
難
民
の

発
生
に
よ
り
新
た
に
起
き
る
問
題
ま
で
何
と

か
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ

て
い
ま
す
。
難
民
を
受
け
入
れ
る
の
は
ほ
と

ん
ど
が
貧
し
い
国
で
す
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

難
民
を
受
け
入
れ
て
い
る
パ
キ
ス
タ
ン
も
そ

う
。
し
か
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
国
内
が
大
変
な

状
態
で
も
、
そ
れ
を
何
と
か
し
よ
う
と
い
う

の
は
、
本
来
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
よ
う
な
機
関
の

役
割
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
そ

う
い
う
と
き
に
こ
そ
、
開
発
援
助
機
関
で
あ

る
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
出
番
で
は
な
い
か
と
思
う
ん

で
す
。
つ
ま
り
、「
難
民
問
題
の
解
決
を
シ

ー
ム
レ
ス
に
す
る
」
こ
と
に
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の

役
割
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特集　日本の難民支援
知ってほしい、私たちのこと。

南部スーダンからウガンダに逃れた難民は約27万5,000人。指紋は帰還時の証明となる ©UNHCR/E.Denholm

ど
う
し
て

助
け
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
？

1970年代以降、300万人以上のインドシナ難民が発生。安住の
地を求め、多くの人々がこうしたボートに乗って命からがら海を渡っ
た ©UNHCR/B.Boyer

シームレスな支援に向けてUNHCR
とJICAの一層の連携強化を図るべ
く、2010年11月に東京で意見交換
を行ったUNHCRのアントニオ・グ
テーレス高等弁務官と緒方貞子
JICA理事長 2010年6月、キルギス南部で民族衝突が発生。隣国

ウズベキスタンに逃れた難民は10万人に上ったという 
○ｃ UNHCR/S.Schulman

©UNHCR/K.Saito
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を追われ、何百キロ、何千キロにも及ぶ長い道のりを逃
がれてきた人々、故郷にいつ戻れるかも分からず、窮屈な

テント生活の中で不安な日 を々送る家族―。
　2009年、紛争や迫害などによって強制的な移動を余儀なく
された難民・国内避難民の数は、世界でおよそ4,330万人。そ
のうち、難民の出身国別で最も多いのはアフガニスタン（約
289万人）で、次にイラク（約179万人）が続く。また、470万
人を超えるパレスチナ難民が、半世紀以上もの間、祖国に帰る
あてのない避難生活を強いられている。近年は、国境を越えず
に自国内に避難する「国内避難民」が増えているほか（約
2,710万人）、もともと住んでいた地域に自主的に戻れた帰還
民の数が1990年以来最低を記録するなど、治安が不安定な
国・地域での難民問題が長期化している。
　危険を逃れてきた難民の一時的な避難場所が、UNHCRな
どがテントを設置し、食料や水、医療、生活用品などの緊急支
援を行う難民キャンプだ。
一方、最近では、こうした
キャンプではなく、都市部
などで地元の住民とともに
暮らす難民も増えている。
その中には、教育や医療
サービスなどを受けられな
かったり仕事に就けないな
ど、過酷な状況にある者も
多い。

国世紀前半の二度の大戦を経て、世界各国で政治・社会
体制が変化。新たな体制になじめずに他国へ逃れる

人々、すなわち「難民」の問題が深刻化したのはこれ以降のこ
と。国連は、難民の保護と支援に向けた国際的な取り組みを強
化するため、1949年にUNRWA、50年にはUNHCRを設立。さ
らに51年、難民の法的地位を規定し難民の取り扱いに関する
人道的基準をうたった「難民の地位に関する条約」（難民条約）
が採択された。
　これらは、大戦の影響で発生した難民への対応を念頭に置い
たものだが、その後も紛争は各地で勃発し、難民問題はこれまで
以上に大規模かつ広い地域で繰り返されている。90年代には、
イラク、バルカン地域、ルワンダ、東ティモールなどで発生した難
民・国内避難民が、国際社会でも大きな問題としてクローズアッ
プされた。
　このように終わりの見えない難民問題に対し、現在はUNHCR
とUNRWAに加え、国連世
界食糧計画（WFP）や国
際移住機関（IOM）、国際
赤十字・赤新月社連盟など
の国際機関が難民支援の
主な担い手として活動。一
方で各国のNGOも、紛争
や人権侵害などの脅威から
逃れてきた人々の避難生
活を現場で支えている。

20本が本格的に難民問題に取り組むきっかけとなったの
が、総数300万人以上といわれるインドシナ難民の発生

だ。1970年代に社会主義国へと移行したベトナムやラオスな
どの国々から、迫害を受ける恐れのある人々がボートピープルと
して脱出。日本には75年5月、アメリカ船に救助された9人の
ベトナム人難民がやってきた。以降、政府による受入事業が終
了する2005年末までに、日本は11,000人以上のインドシナ
難民を受け入れ、彼らは神奈川、埼玉、兵庫などの日本各地に
定住した。
　そして日本は、81年に難民条約に加盟。UNHCRやUNRWA
をはじめとする国際機関への資金拠出やNGOなどによる草の
根レベルで、積極的に難民支援に取り組んできた。2010年に
は、他国で避難生活を送る人々をさらに別の国が受け入れる
「第三国定住プログラム」をアジアで初めて実現。タイ北部の
ミャンマー難民27人に対し、日本語教育や職業紹介などの支
援プログラムを実施しており、2012年までに約90人を受け入
れる予定だ。
　こうした中JICAは、主に紛争後に祖国へ戻った帰還民など
を対象とした貧困削減や職業訓練、難民・国内避難民を受け
入れるコミュニティー開発支援などの支援を行っている。さらに
99年以降はUNHCRとの連携を強化。07年には覚書を締結
し、①紛争後の復興支援、平和構築、和解プロセスの促進、
②人間の安全保障の理念に基づく難民・国内避難民の受け
入れ社会の負担軽減を柱に、世界の紛争地とその近隣諸国
などでさまざまな開発課題の解決に取り組んでいる。

日

長期化する難民問題国際社会による支援日本の貢献

「日本の貢献が
多くの難民に光を

もたらしています」

　皆さんは、私たちU
NHCRに対する世界

で2番目に大きな

資金拠出国が日本で
あるということ、そして

、政府やJICA、

NGO、市民団体、民
間企業などの手によっ

て、これまで日本

が国際社会で難民支
援を力強くリードしてき

たという事実を

ご存知でしょうか。20
年ほど前、私は香港で

インドシナ難民

担当法務官として働
いていましたが、日本

はボートピープル

の受け入れに加えて
拠出金が群を抜いて

おり、それが世界

での難民保護に大き
く影響したのをよく覚

えています。そうし

た日本の協力があった
からこそ、私たちはこれ

まで各地の難

民に支援の手を差し伸
べてくることができまし

た。

　UNHCRでは、この
10年余りJICAとのパ

ートナーシップ

の構築に力を入れて
います。紛争終結後

、帰還民が安定し

た生活を送るためには
、緊急人道支援から長

期的な開発援

助へとスムーズに移行
し、復興支援と平和

構築をいかに効

果的に進めていくか、
同時に難民を受け入

れる現地社会の

負担をいかに軽減す
るかが「人間の安全

保障」の視点から

も大切です。人々やコ
ミュニティーの目線に

立った支援で高

い専門性を持つJIC
Aとの連携は、今後ま

すます重要になっ

てくるでしょう。

　設立以来、UNHC
Rは5,000万人以上

の難民の生活再

建や帰還を支援して
きました。昨年は設立

60周年を迎えた

こともあり、今年はそれ
を記念するさまざまな

イベントも計画さ

れています。これを機
に、一人でも多くの人

々に難民問題を

知ってもらい、関心を持
ってほしい、心からそう

願っています。

ヨハン・セルス 氏
UNHCR駐日代表

09                         February 2011

知ってもらい、関

「新たな国づくりに
立ち上がってほしい」

　チャリティーショーの収益金
で世界の難民や恵まれない

子どもたちを支援しようと、歌
手仲間とともに「じゃがいもの

会」を立ち上げたのは1985
年のこと。以来、20年以上に

わたり、NPO法人国連UNH
CR協会などを通じ、アフリカ

の難民への教育支援、カンボ
ジア帰還民地域での学校、

診療所の建設、地雷除去活動
などを行ってきました。

　中でも、ソマリア難民やスー
ダン難民の子どもたちのため

に机やいす、教科書を提供し
たり、教員訓練を実施したり

するなど、教育分野への支援
には特に力を入れてきました。

支援を単なる自己満足で終わ
らせるのではなく、子どもたち

が将来自立し、新たな国づくり
に取り組んでいくための力を

つけていくことが大切だと考え
たからです。

　私自身、幼いころは母子家
庭で育ち食べるのがやっとの

生活の中、必死に努力を続け
、夢であった歌手になること

ができました。だからこそ、彼ら
が夢を持って自ら立ち上がれ

るよう手助けしたい、そんな願い
があったんです。

　実は、国連が制定した「世
界難民の日（6月20日）」は私

の歌手デビューの記念日でも
あり、個人的にも難民問題と

の不思議な縁を感じています
。誰もが持っている親や子、

兄弟を思う気持ち。そんな温か
い心を、難民や帰還民という

厳しい境遇にさらされている人
々のために少しでも向けてい

くことが何より大切だと考えて
います。

森 進一 さん
歌手

ケニアの難民キャンプで食料配給を待つ
ソマリア難民の少女
○c UNHCR/E.Hockstein

1994年、タンザニアより帰還するルワンダ
難民 ○c UNHCR/R.Chalasani

「難民条約」の定義に該当する人々、UNHCRの定め
るところにより難民として認められた人々、補完的保
護を受けている人々、暫定的な保護を受けている
人々、さらに難民と同様の状態に置かれた人々を含む

他国に逃れて国際保護を求めているものの、いまだ
難民としての立場が認定されていない人々

自主的に出身国に帰還した人々

武力紛争や継続する暴力、迫害などによって住んで
いる場所から強制的に追われたが、国境を越えていな
い人々

国内避難民として、UNHCRによって保護・支援を受
けていたが、出身地や住んでいた場所に帰還した人々

どの国からも市民権や国籍を認められていない人々

以上の分類にあてはまらないが、人道上の見地から
UNHCRの支援を受けた人々

■難民をめぐるさまざまな形態

■世界の難民・国内避難民の全体像

難民

帰還民 （難民）

国内避難民

庇護申請者

無国籍者

その他

UNHCR
国連難民高等弁務官事務所（United Nations High 
Commissioner for Refugees）。世界各地の難民の保
護と支援を行う国連機関であり、支援には帰還や定住
などの難民問題の恒久的解決に向けた活動も含む。

UNRWA
国連パレスチナ難民救済事業機関（United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East）。ヨルダン、シリア、レバノン、ヨルダン川西岸と
ガザ地区のパレスチナ難民の救済を行う国連機関。

帰還民
（国内避難民）

注：自然災害による強制移動の人数は含まない。   

UNHCRの支援対象者となる難民数 

UNRWAの支援対象者となる難民数 

難民の合計数 

庇護申請者数 

紛争などによる国内避難民

難民、庇護申請者、国内避難民の合計

約1,040万人

約480万人

約1,520万人

約100万人

約2,710万人

約4,330万人

■世界の難民発生状況（UNHCRの支援対象者数）

2,300,062 
5,620,502 
1,628,086 
367,437 
444,895 
35,558 

- 
10,396,540 

436,930 
67,928 
282,214 
68,785 
124,973 
2,590 

- 
983,420 

149,480 
97,584 
4,319 
70 
- 
- 
25 

251,478 

6,468,788 
5,434,532 
420,758 
3,303,979 

- 
- 
- 

15,628,057 

846,046 
1,381,234 

2,260 
- 
- 
- 
- 

2,229,540 

100,064 
5,820,357 
639,034 

118 
- 
- 
- 

6,559,573 

174,197 
144,924 
92,577 

-
-
-
-

411,698 

10,475,567 
18,567,061 
3,069,248 
3,740,389 
569,868 
38,148 

25 
36,460,306 

難民 庇護申請者 帰還民
（難民）

保護・支援を受ける
国内避難民

帰還民
（国内避難民）

無国籍者 その他 合計

難民問題の現状、国際社会や日本の取り組みなどを紹介。

アフリカ
アジア
ヨーロッパ
中南米・カリブ地域
北米

オセアニア
その他
合計

出典: UNHCR 2009 Global Trends

（人）

出典: UNHCR 2009 Global Trends「難民を助ける」とは
難民支援といっても、その方法はさまざまだが、UNHCRの主な
任務は、難民にも基本的人権が保障され、避難生活中も尊厳
を持って生き抜いていけるよう「保護」すること。紛争や迫害の
ため自分の国が「自国民の保護」という義務を果たせない中、
難民受入国や多くのパートナーと協力して彼らを｢保護｣し、安
全な場所、水、食料、教育、医療サービスの提供などを通じて
避難生活を支えている。さらに、一人一人の難民が普通の暮ら
しに戻れるよう、世界の難民問題の解決にも取り組む。難民条
約加盟国である日本も、こうした難民保護に向けた国際社会の
取り組みをリードする一層の貢献を期待されている。

特集　日本の難民支援
知ってほしい、私たちのこと。


